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１ 調査の概要 

(1) 目的 

  日出谷地区のコミュニティ拠点の形成に向け、導入する機能や整備手法などの方向

性について、検討するための基礎資料として本アンケート調査を実施しました。 

 

(2) 調査結果の概要 

  調査結果の概要は以下のとおりです。 

項目 概要 

調査地域 日出谷地区 

調査対象 日出谷地区在住の満 18歳以上の個人（令和５年８月現在） 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

対象者数（配布数） 1,000人 

抽出方法 住民基本台帳に基づく無作為抽出 

有効回答数 468人 

有効回答率 46.8％ 

実施期間 令和５年８月 21日から９月８日 

 

(3) 調査内容 

  ①回答者の属性 

   年齢、性別、居住地区、職業、世帯構成 

  ②日出谷地区の公共施設等の整備に関する質問 

   コミュニティ機能、子育て支援機能、配慮事項、民間施設、利用時間、交通手段 

 

(4) 調査結果の留意点 

  ①単数回答の場合の集計及び表示 

   ・設問どおり「１つ」を回答したものを対象とします。 

   ・単数回答の場合は、「全体」の値（無回答を含む）と合計値とが一致します。 

 

  ②複数回答の場合の集計及び表示 

   ・設問どおり「３つ」等を回答したものを対象とします。 

   ・複数回答の場合、「全体」の値（無回答を含む）と合計値とは一致しません。 

   ・構成比は、各々の回答数を該当する「全体」数で除した値で、合計値は 100％

になりません。 
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  ③構成比の算出及び表示 

   ・構成比は表内の各項目の値を「全体」の値で除して算出しています。 

   ・小数点第２位を四捨五入していますので、各構成比と合計値は一致しない場合

があります。 

   ・図表中の「Ｎ」は、該当質問における有効回答者総数を表しています。 

 

  ④クロス集計の表示 

   ・基本的に「性別」、「年齢」の項目でクロス集計しています。これに加え、問９

と問 11では「地区」の項目もクロス集計しています。 

   ・表の各項目の１行目は回答者数、２行目は構成比（％）を表しています。 

   ・   行中で最も割合の多い項目、   行中で２番目に割合の多い項目を示

しています。 
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２ 各設問の回答結果（単純集計） 

 

問1 年齢 

あなたの年齢をおたずねします。あてはまる番号１つに○印を付けてください。 

 回答者の年齢（年代）は、「30 歳～39 歳」が 16.2％と最も多く、次いで「50 歳～59

歳」が 15.4％となっています。 

 若者・子育て世代となる 18歳から 59歳の回答が全体の 63.4％となっています。 

 

 
  

 

  

0.6%

14.7%

8.1%

7.9%

5.1%

15.4%

14.3%

16.2%

14.1%

3.4%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

無回答

７５歳以上

７０歳～７４歳

６５歳～６９歳

６０歳～６４歳

５０歳～５９歳

４０歳～４９歳

３０歳～３９歳

２０歳～２９歳

１８歳～１９歳

N＝468
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問2 性別 

あなたの性別をおたずねします。あてはまる番号１つに○印を付けてください。 

 回答者の性別は、「女性」が 55.3％、「男性」が 43.2％となっており、女性の回答率が

男性を 12.1ポイント上回っています。 

 

 
  
 

  

1.5%

0.0%

55.3%

43.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

女性

男性

N＝468
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問3 居住地区 

あなたのお住いの地域をおたずねします。あてはまる番号１つに○印を付けてください。 

 回答者の居住地区は、「大字下日出谷」が 25.9％と最も多く、次いで「大字上日出谷」

の 22.0％の順となっています。 

 各地区の回答割合を上日出谷（大字上日出谷、上日出谷南一丁目から三丁目）と下日

出谷（大字下日出谷、下日出谷東一丁目から三丁目、下日出谷西一丁目から三丁目）で

大別し比較すると、上日出谷が 49.8％、下日出谷が 49.5％となっており、ほぼ同程度の

回答割合となっています。 

 なお、本調査の母集団は、上日出谷が 52.1％、下日出谷が 47.9％となっています。 

 
  

 

（日出谷地区における調査対象の地区別人口 令和５年１月１日時点）  

0.9%

2.6%

5.8%

8.8%

1.1%

2.1%

3.2%

25.9%

7.9%

6.4%

13.5%

22.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

無回答

下日出谷西三丁目

下日出谷西二丁目

下日出谷西一丁目

下日出谷東三丁目

下日出谷東二丁目

下日出谷東一丁目

大字下日出谷

上日出谷南三丁目

上日出谷南二丁目

上日出谷南一丁目

大字上日出谷

N＝468

町（丁）字名 男 女 総数 構成比

大字上日出谷 1,921 2,008 3,929 22.6%

上日出谷南１丁目 1,080 1,126 2,206 12.7%

上日出谷南２丁目 667 682 1,349 7.8%

上日出谷南３丁目 796 782 1,578 9.1%

上日出谷合計 4,464 4,598 9,062 52.1%

大字下日出谷 2,120 2,192 4,312 24.8%

下日出谷西１丁目 787 775 1,562 9.0%

下日出谷西２丁目 396 371 767 4.4%

下日出谷西３丁目 194 183 377 2.2%

下日出谷東１丁目 326 345 671 3.9%

下日出谷東２丁目 189 201 390 2.2%

下日出谷東３丁目 138 117 255 1.5%

下日出谷合計 4,150 4,184 8,334 47.9%

合計 8,614 8,782 17,396 100%
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問4 職業 

あなたのご職業をおたずねします。あてはまる番号１つに○印を付けてください。 

 回答者の職業は、「会社員・公務員」が 39.1％と最も多く、次いで「無職」の 20.9％

の順となっています。 

 

 
  

 

  

0.4%

2.6%

20.9%

5.6%

10.9%

15.2%

0.2%

5.1%

39.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

無職

学生

家事専業

アルバイト・パートタイマー

農林業（専業・兼業）

自営業

会社員・公務員

N＝468
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問5 世帯構成 

あなたの世帯構成についておたずねします。次のうち同居している家族を選択し、該当する

番号すべてに〇を付けてください。 

 回答者の世帯構成は、「配偶者と同居している世帯」が 62.6％と最も多く、次いで「父

母と同居している世帯」の 23.3％の順となっています。 

 

 
  

  

0.4%

6.4%

8.3%

1.5%

0.9%

1.1%

1.7%

23.3%

21.2%

16.2%

14.3%

62.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

なし（一人暮らし）

孫（１６歳以上）

孫（７～１５歳以下）

孫（０～６歳以下）

祖父母

父母

子（１６歳以上）

子（７～１５歳以下）

子（０～６歳以下）

配偶者

N＝468
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問6 コミュニティ機能 

地域のコミュニティ機能や生涯学習機能の向上のために、どのような場が必要だと思いま

すか。該当する番号に３つまで〇を付けてください。 

 地域のコミュニティ機能や生涯学習機能の向上のために必要な機能は、「運動や体操

など体を動かせる場」が 60.9％と最も多く、次いで「地域の住民で集会や行事などを開

催できる場」の 38.7％の順となっています。 

 一方で、「調理などができる場」は 11.3％、「会議や講習会を開催できる場」は 17.3％

にとどまっています。 

 

 
  

  

  

6.8%

33.3%

60.9%

25.6%

11.3%

26.7%

17.3%

35.7%

38.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

その他

多世代が交流できる場

運動や体操など体を動かせる場

楽器の演奏など音楽活動ができる場

調理などができる場

美術や工芸などの創作活動ができる場

会議や講習会を開催できる場

住民同士の憩いの場

地域の住民で集会や行事などを開催できる場

N＝468
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問7 子育て支援機能 

子育て支援機能の向上のために、どのような場が必要だと思いますか。該当する番号に３

つまで〇を付けてください。 

 子育て支援機能の向上のために必要な機能は、「体を動かして遊べる場」が 44.4％と

最も多く、次いで「子どもの年代に応じて遊べる場」の 38.2％の順となっています。 

 一方で、「きょうだいが一緒に遊べる場」は 6.8％、「子どもとともに飲食できる場」

は 15.4％、「親同士が交流できる場」は 16.5％にとどまっています。 

 

 
  

 

  

3.6%

29.7%

16.5%

22.2%

29.9%

15.4%

28.0%

35.3%

6.8%

44.4%

38.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

多世代が交流できる場

親同士が交流できる場

子育て情報が得られる場

子育て相談ができる場

子どもとともに飲食できる場

子どもが学習できる場

子ども同士で集まれる場

きょうだいが一緒に遊べる場

体を動かして遊べる場

子どもの年代に応じて遊べる場

N＝468
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問8 施設整備の際の配慮事項 

今回計画している公共施設を整備するにあたって、どのような点に配慮する必要があると

思いますか。該当する番号に３つまで〇を付けてください。 

 今回計画している公共施設の整備にあたり配慮すべき点は、「災害等における防災対

策の充実を図る」が 58.1％と最も多く、次いで「公共施設や民間施設の機能を複合化し、

利便性の向上を図る」の 55.8％の順となっています。 

 一方で、「景観や施設のデザインに配慮し周辺との調和を図る」は 8.5％、「再生可能

エネルギーの活用を図る」は 16.5％にとどまっています。 

 

 
  

 

  

2.6%

8.5%

41.9%

25.2%

34.4%

16.5%

58.1%

24.6%

55.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他

景観や施設のデザインに配慮し周辺との調和を図る

路線バスなど公共交通機関によるアクセスの充実を図る

騒音や交通渋滞の防止等、周辺環境に配慮する

ユニバーサルデザインなど誰でも利用しやすい設備や施設の充実を図る

再生可能エネルギーの活用を図る

災害等における防災対策の充実を図る

利用者の利便性や維持管理費の縮減を図るため、デジタル技術の活用を図る

公共施設や民間施設の機能を複合化し、利便性の向上を図る

N＝468
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問9 民間施設 

今回計画している公共施設と近接又は併設して、どのような民間施設があると公共機能

（コミュニティ機能や子育て支援機能）との相乗効果が期待できると思いますか。該当する

番号に３つまで〇を付けてください。 

 今回計画している公共施設との相乗効果が期待できる民間施設は、「カフェやレスト

ランなど飲食できる場」が 63.7％と最も多く、次いで「カルチャースクールなど生涯学

習活動を促進する場」の 48.1％の順となっています。 

 一方で、「学習塾など児童・生徒の学びを支援する場」は 26.1％、「ドラッグストアな

どの日用品を購入できる場」は 28.8％にとどまっています。 

 

 
  

 

  

8.5%

48.1%

63.7%

26.1%

33.8%

28.8%

43.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他

カルチャースクールなど生涯学習活動を促進する場

カフェやレストランなど飲食できる場

学習塾など児童・生徒の学びを支援する場

スポーツジム、フィットネスなどの運動ができる場

ドラッグストアなどの日用品を購入できる場

診療所などの医療を受けられる場

N＝468
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問10 利用時間 

日出谷地区の公共施設が整備された際に、利用したい曜日、時間帯についておたずねし

ます。該当する番号すべてに〇を付けてください。 

 日出谷地区の公共施設が整備された際に利用したい曜日、時間帯は「土日祝日の午後

（正午～午前５時まで）」が 46.8％と最も多く、次いで「土日祝日の午前（午前９時～

正午まで）」の 45.5％の順となっています。 

 また、「平日の午後（正午～午後５時まで）」は 41.5％、「平日の午前（午前９時～正

午まで）」は 37.0％となっており、平日、土日祝日を問わず日中には一定の利用ニーズ

があります。 

 

 
  

 

  

12.4%

4.1%

23.5%

46.8%

45.5%

32.7%

41.5%

37.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

わからない

その他

土日祝日の夕方以降(午後５時～９時まで)

土日祝日の午後（正午～午後５時まで）

土日祝日の午前（午前９時～正午まで）

平日の夕方以降（午後５時～９時まで）

平日の午後（正午～午後５時まで）

平日の午前（午前９時～正午まで）

N＝468
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問11 交通手段 

今回計画している公共施設を利用する際の、自宅からの主な交通手段についておたずね

します。あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

 今回計画している公共施設を利用する際の主な交通手段は、「徒歩」と「自転車」が

64.1％で最も多く、次いで「自動車」の 57.9％の順となっています。 

 「徒歩」、「自転車」、「自動車」が利用者の主な交通手段となっています。 

 

 
  

 

  

1.1%

1.3%

2.6%

12.8%

4.7%

57.9%

64.1%

64.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

わからない

その他

タクシー

路線バス

バイク（原付も含む）

自動車

自転車

徒歩

N＝468
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３ クロス集計 

問6（コミュニティ機能）×性別・年齢 

 性別で見ると、男女ともに「運動や体操など体を動かせる場」が、最も多くなってい

ます。 

 年齢別で見ると、18歳～49歳と 65歳～74歳では「運動や体操など体を動かせる場」、

50 歳～64 歳では「多世代が交流できる場」、75 歳以上では「住民同士の憩いの場」が、

最も多くなっています。 

  

総
数
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の
住
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会
や
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事
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を
開
催
で
き
る
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の
創
作
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調
理
な
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が
で
き
る
場
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器
の
演
奏
な
ど
音
楽
活
動
が
で

き
る
場

運
動
や
体
操
な
ど
体
を
動
か
せ
る

場 多
世
代
が
交
流
で
き
る
場

そ
の
他

468 181 167 81 125 53 120 285 156 32

- 38.7% 35.7% 17.3% 26.7% 11.3% 25.6% 60.9% 33.3% 6.8%

202 83 66 38 42 23 52 120 72 17

- 41.1% 32.7% 18.8% 20.8% 11.4% 25.7% 59.4% 35.6% 8.4%

259 96 97 42 81 29 67 161 83 15

- 37.1% 37.5% 16.2% 31.3% 11.2% 25.9% 62.2% 32.0% 5.8%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - -

7 2 4 1 2 1 1 4 1 0

- 28.6% 57.1% 14.3% 28.6% 14.3% 14.3% 57.1% 14.3% 0.0%

16 5 4 2 5 0 7 12 6 0

- 31.3% 25.0% 12.5% 31.3% 0.0% 43.8% 75.0% 37.5% 0.0%

66 24 19 11 15 6 21 46 15 6

- 36.4% 28.8% 16.7% 22.7% 9.1% 31.8% 69.7% 22.7% 9.1%

76 32 26 5 17 10 21 53 26 6

- 42.1% 34.2% 6.6% 22.4% 13.2% 27.6% 69.7% 34.2% 7.9%

67 25 15 15 17 8 21 52 14 7

- 37.3% 22.4% 22.4% 25.4% 11.9% 31.3% 77.6% 20.9% 10.4%

72 26 31 12 27 14 17 33 34 3

- 36.1% 43.1% 16.7% 37.5% 19.4% 23.6% 45.8% 47.2% 4.2%

24 11 7 7 8 3 6 9 13 2

- 45.8% 29.2% 29.2% 33.3% 12.5% 25.0% 37.5% 54.2% 8.3%

37 13 11 7 11 2 9 21 15 3

- 35.1% 29.7% 18.9% 29.7% 5.4% 24.3% 56.8% 40.5% 8.1%

38 18 16 9 14 3 8 27 9 0

- 47.4% 42.1% 23.7% 36.8% 7.9% 21.1% 71.1% 23.7% 0.0%

69 26 38 12 9 6 10 31 24 5

- 37.7% 55.1% 17.4% 13.0% 8.7% 14.5% 44.9% 34.8% 7.2%

3 1 0 1 2 1 0 1 0 0

- 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

無回答

性
別

無回答

年
齢

問６×性別・年齢

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

１８歳～１９歳

全体

男性

女性

その他
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問7（子育て支援機能）×性別・年齢 

 性別で見ると、男女ともに「体を動かして遊べる場」が、最も多くなっています。 

 年齢別で見ると、18 歳～29 歳と 40 歳～49 歳、70 歳～74 歳では「体を動かして遊べ

る場」、30 歳～39 歳では「子どもの年代に応じて遊べる場」、50 歳～59 歳と 65 歳～69

歳、75歳以上では「多世代が交流できる場」が最も多くなっています。 

 また、60歳～64歳では「子育て情報が得られる場」と「多世代が交流できる場」が、

同数で最も多くなっています。 

  

総
数

子
ど
も
の
年
代
に
応
じ
て
遊
べ
る
場

体
を
動
か
し
て
遊
べ
る
場

き
ょ

う
だ
い
が
一
緒
に
遊
べ
る
場

子
ど
も
同
士
で
集
ま
れ
る
場

子
ど
も
が
学
習
で
き
る
場

子
ど
も
と
と
も
に
飲
食
で
き
る
場

子
育
て
相
談
が
で
き
る
場

子
育
て
情
報
が
得
ら
れ
る
場

親
同
士
が
交
流
で
き
る
場

多
世
代
が
交
流
で
き
る
場

そ
の
他

468 179 208 32 165 131 72 140 104 77 139 17

- 38.2% 44.4% 6.8% 35.3% 28.0% 15.4% 29.9% 22.2% 16.5% 29.7% 3.6%

202 80 83 11 72 57 33 61 40 28 58 8

- 39.6% 41.1% 5.4% 35.6% 28.2% 16.3% 30.2% 19.8% 13.9% 28.7% 4.0%

259 97 125 21 90 71 39 78 63 48 77 8

- 37.5% 48.3% 8.1% 34.7% 27.4% 15.1% 30.1% 24.3% 18.5% 29.7% 3.1%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

7 2 0 0 3 3 0 1 1 1 4 1

- 28.6% 0.0% 0.0% 42.9% 42.9% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 57.1% 14.3%

16 7 9 1 7 6 2 6 2 2 4 0

- 43.8% 56.3% 6.3% 43.8% 37.5% 12.5% 37.5% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0%

66 26 42 3 21 18 14 24 15 9 9 0

- 39.4% 63.6% 4.5% 31.8% 27.3% 21.2% 36.4% 22.7% 13.6% 13.6% 0.0%

76 38 37 14 33 20 20 12 10 12 9 5

- 50.0% 48.7% 18.4% 43.4% 26.3% 26.3% 15.8% 13.2% 15.8% 11.8% 6.6%

67 31 33 2 26 31 7 19 21 5 14 3

- 46.3% 49.3% 3.0% 38.8% 46.3% 10.4% 28.4% 31.3% 7.5% 20.9% 4.5%

72 25 25 3 24 17 12 23 17 14 33 6

- 34.7% 34.7% 4.2% 33.3% 23.6% 16.7% 31.9% 23.6% 19.4% 45.8% 8.3%

24 6 9 0 7 7 2 10 11 7 11 0

- 25.0% 37.5% 0.0% 29.2% 29.2% 8.3% 41.7% 45.8% 29.2% 45.8% 0.0%

37 12 9 4 11 6 3 15 8 7 16 1

- 32.4% 24.3% 10.8% 29.7% 16.2% 8.1% 40.5% 21.6% 18.9% 43.2% 2.7%

38 9 22 1 11 13 6 13 7 10 13 0

- 23.7% 57.9% 2.6% 28.9% 34.2% 15.8% 34.2% 18.4% 26.3% 34.2% 0.0%

69 24 22 4 25 12 6 17 12 10 29 2

- 34.8% 31.9% 5.8% 36.2% 17.4% 8.7% 24.6% 17.4% 14.5% 42.0% 2.9%

3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

- 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%

問7×性別・年齢

全体

性
別

男性

女性

その他

無回答

無回答

年
齢

１８歳～１９歳

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上
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問8（施設整備の際の配慮事項）×性別・年齢 

 性別で見ると、男性は「災害等における防災対策の充実を図る」、女性は「公共施設や

民間施設の機能を複合化し、利便性の向上を図る」が、最も多くなっています。 

 年齢別で見ると、20 歳～29歳と 40歳～64歳、70歳以上では「災害等における防災対

策の充実を図る」、30 歳～39 歳と 65 歳～69 歳では「公共施設や民間施設の機能を複合

化し、利便性の向上を図る」が、最も多くなっています。 

 また、18歳～19歳では「災害等における防災対策の充実を図る」、「ユニバーサルデザ

インなど誰でも利用しやすい設備や施設の充実を図る」、「路線バスなど公共交通機関に

よるアクセスの充実を図る」が、同数で最も多くなっています。 

  

総
数

公
共
施
設
や
民
間
施
設
の
機
能
を
複

合
化
し
、

利
便
性
の
向
上
を
図
る

利
用
者
の
利
便
性
や
維
持
管
理
費
の

縮
減
を
図
る
た
め
、

デ
ジ
タ
ル
技
術

の
活
用
を
図
る

災
害
等
に
お
け
る
防
災
対
策
の
充
実

を
図
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
活
用
を
図

る ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
な
ど
誰
で

も
利
用
し
や
す
い
設
備
や
施
設
の
充

実
を
図
る

騒
音
や
交
通
渋
滞
の
防
止
等
、

周
辺

環
境
に
配
慮
す
る

路
線
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
機
関
に
よ

る
ア
ク
セ
ス
の
充
実
を
図
る

景
観
や
施
設
の
デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
し

周
辺
と
の
調
和
を
図
る

そ
の
他

468 261 115 272 77 161 118 196 40 12

- 55.8% 24.6% 58.1% 16.5% 34.4% 25.2% 41.9% 8.5% 2.6%

202 107 63 120 40 64 47 73 21 8

- 53.0% 31.2% 59.4% 19.8% 31.7% 23.3% 36.1% 10.4% 4.0%

259 151 52 148 36 92 71 118 19 4

- 58.3% 20.1% 57.1% 13.9% 35.5% 27.4% 45.6% 7.3% 1.5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - -

7 3 0 4 1 5 0 5 0 0

- 42.9% 0.0% 57.1% 14.3% 71.4% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0%

16 7 3 9 2 9 3 9 2 0

- 43.8% 18.8% 56.3% 12.5% 56.3% 18.8% 56.3% 12.5% 0.0%

66 32 20 34 13 32 19 24 5 1

- 48.5% 30.3% 51.5% 19.7% 48.5% 28.8% 36.4% 7.6% 1.5%

76 49 26 37 5 30 24 26 9 2

- 64.5% 34.2% 48.7% 6.6% 39.5% 31.6% 34.2% 11.8% 2.6%

67 42 19 44 14 22 23 18 6 2

- 62.7% 28.4% 65.7% 20.9% 32.8% 34.3% 26.9% 9.0% 3.0%

72 41 15 42 17 23 22 33 2 3

- 56.9% 20.8% 58.3% 23.6% 31.9% 30.6% 45.8% 2.8% 4.2%

24 17 5 19 4 5 5 10 1 1

- 70.8% 20.8% 79.2% 16.7% 20.8% 20.8% 41.7% 4.2% 4.2%

37 21 7 18 7 13 8 17 5 1

- 56.8% 18.9% 48.6% 18.9% 35.1% 21.6% 45.9% 13.5% 2.7%

38 18 9 22 8 15 5 16 2 1

- 47.4% 23.7% 57.9% 21.1% 39.5% 13.2% 42.1% 5.3% 2.6%

69 34 11 45 6 11 9 41 8 1

- 49.3% 15.9% 65.2% 8.7% 15.9% 13.0% 59.4% 11.6% 1.4%

3 0 0 2 1 1 0 2 0 0

- 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0%

問８×性別・年齢

全体

性
別

男性

女性

その他

無回答

無回答

年
齢

１８歳～１９歳

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上
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問9（民間施設）×性別・年齢・地区 

 性別、年齢別の全ての属性で「カフェやレストランなど飲食できる場」が、最も多く

なっています。 

 

総
数

診
療
所
な
ど
の
医
療
を
受
け
ら
れ
る

場 ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
の
日
用
品
を

購
入
で
き
る
場

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
、

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
な

ど
の
運
動
が
で
き
る
場

学
習
塾
な
ど
児
童
・
生
徒
の
学
び
を

支
援
す
る
場

カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
飲
食
で

き
る
場

カ
ル
チ
ャ
ー

ス
ク
ー

ル
な
ど
生
涯
学

習
活
動
を
促
進
す
る
場

そ
の
他

468 205 135 158 122 298 225 40

- 43.8% 28.8% 33.8% 26.1% 63.7% 48.1% 8.5%

202 95 52 82 48 116 87 20

- 47.0% 25.7% 40.6% 23.8% 57.4% 43.1% 9.9%

259 106 82 75 73 179 135 20

- 40.9% 31.7% 29.0% 28.2% 69.1% 52.1% 7.7%

0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -

7 4 1 1 1 3 3 0

- 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 42.9% 42.9% 0.0%

16 5 6 7 4 14 4 1

- 31.3% 37.5% 43.8% 25.0% 87.5% 25.0% 6.3%

66 23 29 29 21 41 21 7

- 34.8% 43.9% 43.9% 31.8% 62.1% 31.8% 10.6%

76 29 31 22 28 46 24 12

- 38.2% 40.8% 28.9% 36.8% 60.5% 31.6% 15.8%

67 30 21 30 29 38 34 3

- 44.8% 31.3% 44.8% 43.3% 56.7% 50.7% 4.5%

72 31 22 21 10 48 47 9

- 43.1% 30.6% 29.2% 13.9% 66.7% 65.3% 12.5%

24 12 1 8 4 19 17 1

- 50.0% 4.2% 33.3% 16.7% 79.2% 70.8% 4.2%

37 18 4 6 6 25 23 3

- 48.6% 10.8% 16.2% 16.2% 67.6% 62.2% 8.1%

38 16 4 16 6 25 22 2

- 42.1% 10.5% 42.1% 15.8% 65.8% 57.9% 5.3%

69 39 16 19 14 40 32 2

- 56.5% 23.2% 27.5% 20.3% 58.0% 46.4% 2.9%

3 2 1 0 0 2 1 0

- 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%
無回答

年
齢

１８歳～１９歳

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上

問９×性別・年齢

全体

性
別

男性

女性

その他

無回答
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 地区別に見ると、下日出谷東三丁目では「診療所などの医療を受けられる場」と「カ

フェやレストランなど飲食できる場」が、同数で最も多くなっています。 

 また、下日出谷西一丁目と下日出谷西三丁目では「カルチャースクールなど生涯学習

活動を促進する場」、上記の３地区以外の地区では「カフェやレストランなど飲食できる

場」が、最も多くなっています。 

 

  

総
数

診
療
所
な
ど
の
医
療
を
受
け
ら
れ
る

場 ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
の
日
用
品
を

購
入
で
き
る
場

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
、

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
な

ど
の
運
動
が
で
き
る
場

学
習
塾
な
ど
児
童
・
生
徒
の
学
び
を

支
援
す
る
場

カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
飲
食
で

き
る
場

カ
ル
チ
ャ
ー

ス
ク
ー

ル
な
ど
生
涯
学

習
活
動
を
促
進
す
る
場

そ
の
他

468 205 135 158 122 298 225 40

- 43.8% 28.8% 33.8% 26.1% 63.7% 48.1% 8.5%

103 47 32 39 24 61 48 10

- 45.6% 31.1% 37.9% 23.3% 59.2% 46.6% 9.7%

63 23 18 33 13 46 27 3

- 36.5% 28.6% 52.4% 20.6% 73.0% 42.9% 4.8%

30 12 12 10 11 20 14 3

- 40.0% 40.0% 33.3% 36.7% 66.7% 46.7% 10.0%

37 21 7 17 8 22 19 4

- 56.8% 18.9% 45.9% 21.6% 59.5% 51.4% 10.8%

121 54 34 31 36 72 57 13

- 44.6% 28.1% 25.6% 29.8% 59.5% 47.1% 10.7%

15 6 3 4 2 12 6 0

- 40.0% 20.0% 26.7% 13.3% 80.0% 40.0% 0.0%

10 5 3 3 1 8 4 3

- 50.0% 30.0% 30.0% 10.0% 80.0% 40.0% 30.0%

5 3 2 2 0 3 2 0

- 60.0% 40.0% 40.0% 0.0% 60.0% 40.0% 0.0%

41 14 10 11 14 27 28 3

- 34.1% 24.4% 26.8% 34.1% 65.9% 68.3% 7.3%

27 13 8 6 8 19 11 1

- 48.1% 29.6% 22.2% 29.6% 70.4% 40.7% 3.7%

12 5 4 2 5 6 9 0

- 41.7% 33.3% 16.7% 41.7% 50.0% 75.0% 0.0%

4 2 2 0 0 2 0 0

- 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

問９×地区

全体

無回答

下日出谷西二丁目

下日出谷西三丁目

地
区

大字上日出谷

上日出谷南一丁目

上日出谷南二丁目

上日出谷南三丁目

大字下日出谷

下日出谷東一丁目

下日出谷東二丁目

下日出谷東三丁目

下日出谷西一丁目
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問10（利用時間）×性別・年齢 

 性別で見ると、男性は「土日祝日の午後（正午～午後５時まで）」、女性は「平日の午

後（正午～午後５時まで）」が、最も多くなっています。 

 年齢別で見ると、18歳～29歳と 40歳～59歳では「土日祝日の午後（正午～午後５時

まで）」、30歳～39歳と 50歳～59歳では「土日祝日の午前（午前９時～正午まで）」、60

歳～69歳では「平日の午後（正午～午後５時まで）」、75歳以上では「平日の午前（午前

９時～正午まで）」が、最も多くなっています。 

 また、70歳～74歳では「平日の午前（午前９時～正午まで）」と「平日の午後（正午

～午後５時まで）」が、同数で最も多くなっています。 

  

総
数

平
日
の
午
前

（

午
前
９
時
～

正
午
ま
で
）

平
日
の
午
後

（

正
午
～

午
後
５
時
ま
で
）

平
日
の
夕
方
以
降

（

午
後
５
時
～

９
時
ま
で
）

土
日
祝
日
の
午
前

（

午
前
９
時
～

正
午
ま
で
）

土
日
祝
日
の
午
後

（

正
午
～

午
後
５
時
ま
で
）

土
日
祝
日
の
夕
方
以
降

(

午
後
５
時
～

９
時
ま
で

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

468 173 194 153 213 219 110 19 58

- 37.0% 41.5% 32.7% 45.5% 46.8% 23.5% 4.1% 12.4%

202 64 73 75 93 103 52 9 25

- 31.7% 36.1% 37.1% 46.0% 51.0% 25.7% 4.5% 12.4%

259 107 119 77 118 114 56 10 31

- 41.3% 45.9% 29.7% 45.6% 44.0% 21.6% 3.9% 12.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

7 2 2 1 2 2 2 0 2

- 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 28.6%

16 2 4 8 9 13 7 0 2

- 12.5% 25.0% 50.0% 56.3% 81.3% 43.8% 0.0% 12.5%

66 20 20 28 33 37 19 3 10

- 30.3% 30.3% 42.4% 50.0% 56.1% 28.8% 4.5% 15.2%

76 28 27 34 48 45 21 3 6

- 36.8% 35.5% 44.7% 63.2% 59.2% 27.6% 3.9% 7.9%

67 13 19 28 37 38 21 4 8

- 19.4% 28.4% 41.8% 55.2% 56.7% 31.3% 6.0% 11.9%

72 19 28 27 34 34 24 2 15

- 26.4% 38.9% 37.5% 47.2% 47.2% 33.3% 2.8% 20.8%

24 10 13 5 12 11 4 0 2

- 41.7% 54.2% 20.8% 50.0% 45.8% 16.7% 0.0% 8.3%

37 17 21 7 13 14 5 2 3

- 45.9% 56.8% 18.9% 35.1% 37.8% 13.5% 5.4% 8.1%

38 22 22 8 12 12 3 0 3

- 57.9% 57.9% 21.1% 31.6% 31.6% 7.9% 0.0% 7.9%

69 40 39 7 14 14 4 5 9

- 58.0% 56.5% 10.1% 20.3% 20.3% 5.8% 7.2% 13.0%

3 2 1 1 1 1 2 0 0

- 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0%

問10×性別・年齢

全体

性
別

男性

女性

その他

無回答

無回答

年
齢

１８歳～１９歳

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上
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問11（交通手段）×性別・年齢・地区 

 性別で見ると、男性は「自転車」、女性は「徒歩」が最も多くなっています。 

 年齢別で見ると、18歳～29歳と 50歳～59、65歳～69歳では「自転車」、30歳～49歳

と 60歳～64歳では「自動車」、70歳以上では「徒歩」が最も多くなっています。 

 

総
数

徒
歩

自
転
車

自
動
車

バ
イ
ク
（

原
付
も
含
む
）

路
線
バ
ス

タ
ク
シ
ー

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

468 300 300 271 22 60 12 6 5

- 64.1% 64.1% 57.9% 4.7% 12.8% 2.6% 1.3% 1.1%

202 127 129 120 19 20 5 3 1

- 62.9% 63.9% 59.4% 9.4% 9.9% 2.5% 1.5% 0.5%

259 168 166 146 3 40 7 3 4

- 64.9% 64.1% 56.4% 1.2% 15.4% 2.7% 1.2% 1.5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

7 5 5 5 0 0 0 0 0

- 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 12 13 5 0 3 0 0 0

- 75.0% 81.3% 31.3% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0%

66 47 48 42 5 5 0 0 0

- 71.2% 72.7% 63.6% 7.6% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0%

76 45 47 54 5 4 2 0 0

- 59.2% 61.8% 71.1% 6.6% 5.3% 2.6% 0.0% 0.0%

67 41 47 55 0 3 1 0 0

- 61.2% 70.1% 82.1% 0.0% 4.5% 1.5% 0.0% 0.0%

72 48 52 45 5 11 1 2 1

- 66.7% 72.2% 62.5% 6.9% 15.3% 1.4% 2.8% 1.4%

24 13 14 15 2 1 0 0 0

- 54.2% 58.3% 62.5% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%

37 23 24 20 1 3 0 0 1

- 62.2% 64.9% 54.1% 2.7% 8.1% 0.0% 0.0% 2.7%

38 25 24 13 2 6 2 1 0

- 65.8% 63.2% 34.2% 5.3% 15.8% 5.3% 2.6% 0.0%

69 44 30 20 2 23 6 3 3

- 63.8% 43.5% 29.0% 2.9% 33.3% 8.7% 4.3% 4.3%

3 2 1 2 0 1 0 0 0

- 66.7% 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

問11×性別・年齢

全体

性
別

男性

女性

その他

無回答

無回答

年
齢

１８歳～１９歳

２０歳～２９歳

３０歳～３９歳

４０歳～４９歳

５０歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳以上
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 地区別に見ると、大字上日出谷と上日出谷南一丁目から三丁目は「徒歩」、大字下日

出谷は「自転車」、下日出谷東一丁目から三丁目と下日出谷西一丁目から三丁目は「自

動車」が最も高くなっています。 

  

総
数

徒
歩

自
転
車

自
動
車

バ
イ
ク
（

原
付
も
含
む
）

路
線
バ
ス

タ
ク
シ
ー

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

468 300 300 271 22 60 12 6 5

- 64.1% 64.1% 57.9% 4.7% 12.8% 2.6% 1.3% 1.1%

103 81 63 52 8 10 2 1 3

- 78.6% 61.2% 50.5% 7.8% 9.7% 1.9% 1.0% 2.9%

63 50 47 33 3 8 1 1 0

- 79.4% 74.6% 52.4% 4.8% 12.7% 1.6% 1.6% 0.0%

30 26 22 13 2 3 1 1 0

- 86.7% 73.3% 43.3% 6.7% 10.0% 3.3% 3.3% 0.0%

37 36 16 12 1 3 0 0 0

- 97.3% 43.2% 32.4% 2.7% 8.1% 0.0% 0.0% 0.0%

121 67 85 73 7 17 2 3 1

- 55.4% 70.2% 60.3% 5.8% 14.0% 1.7% 2.5% 0.8%

15 5 8 11 0 1 1 0 1

- 33.3% 53.3% 73.3% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 6.7%

10 2 5 8 0 0 0 0 0

- 20.0% 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 3 3 4 0 1 0 0 0

- 60.0% 60.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

41 14 28 35 0 8 3 0 0

- 34.1% 68.3% 85.4% 0.0% 19.5% 7.3% 0.0% 0.0%

27 10 15 19 1 4 1 0 0

- 37.0% 55.6% 70.4% 3.7% 14.8% 3.7% 0.0% 0.0%

12 4 7 10 0 4 1 0 0

- 33.3% 58.3% 83.3% 0.0% 33.3% 8.3% 0.0% 0.0%

4 2 1 1 0 1 0 0 0

- 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問11×地区

全体

無回答

下日出谷西三丁目

上日出谷南三丁目

地
区

大字上日出谷

上日出谷南一丁目

上日出谷南二丁目

大字下日出谷

下日出谷東一丁目

下日出谷東二丁目

下日出谷東三丁目

下日出谷西一丁目

下日出谷西二丁目
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４ その他（自由意見） 

問12 その他 

その他、公共施設等に関することでご意見などがございましたら、以下の記入欄にご記入

願います。 

 回答内容については、原則、原文のまま掲載しています。ただし、個人等を特定でき

る情報は除いています。 

No. 内容 

1 なし 

2 ◎この施設内に小規模な図書館が併設されることを希望します。 

3 野球・ソフトボール場の設置をしてほしい。（菖蒲運動公園のような） 

4 ヤオコーの信号でトラックの巻き込み事故があり、見通しは良くても大型車、無理して渡る自転車

等危険は多いので夜間は明るく、路駐や事故、軽犯罪のないように運営して下さい。トイレは

LGBTQ 法案に寄らないで、遺伝子での男女別にしっかり（今までどおり）作って犯罪を防いで

下さい。 

5 上尾の総合病院のような大きな総合病院を作ってほしい。免許の更新を桶川でできるようにして

ほしい。 

6 小学校高学年になると学童に行きたがらない子供が多いが、共働きの家庭が増えていることを

考え、子供達が安心して遊び、学べる施設が良いと思います。また、年代に応じて利用できる様

にしてほしい。 

7 ・道路や歩道の陥没を埋めていただきたい。水しぶきをかけられます。 

・沿道の剪定頻度を上げてほしい。バス停やその周辺が生い茂っていてたどり着けない。危ない

が車道を歩くことになる。 

8 西側大通り線からアピタ迄の道路の整備等計画地に行くための道路の整備をしないとだめです

ね。かなり段差が有り、その沿線の住民の迷惑に成ります。現在でも車が通るたびに、うるさいで

すので。 

9 公共施設の完成楽しみにしております。 

10 複数科入っている病院がほしいです。 

11 自治会等で活動の場をもうけても、いつも出席する方々は決まっている等（たまに出る方の意

見）と聞き、どうしたら、そういう方の出席を進められるのか意見を聞きたいです。 

12 建設する事は結構だが費用・業者の選定及び進行状況のチェック（設計通りかどうか）等きちん

とやって欲しい。市民は怒っていますヨ！！市長！！シッカリしろ！！※次回は市政に対するアンケート

を！！ 

13 交通信号機を全て LED化して欲しい。歩行者用も含む 

14 １．地域住民の優先利用。２．無駄な設備等の削減（過大投資をしない） 

15 子ども達が天候に関係なく体を動かせたりＩＴを使った勉強したりできる施設。※バス待機場に

ついて（計画地西側にある）待機中に起こるアイドリングからでる騒音と排ガスの匂いに悩まさ

れている。バスは一時だが入替り入るバスが皆同じ事をすると住民は一日中その音と匂いとつき

合うことになる。対策として住民の少ない東側（ヤオコー）か南側の道路添いに待機場所の変更

を希望します。 

16 維持費ばかりかかって市民にほとんど利用されない無駄な施設にならないことを願います。民間

の力を借りて良いものになるといいですね。 
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No. 内容 

17 公共施設が利用者に提供するサービスとして、「低価格」や「平等性」に目が向きがちですが、

既にそうしたものは世の中にあふれ返っています。（芸術活動やスポーツ施設等のハコモノ）せっ

かく施設を作るのなら、「行政がこんなことをやるんだ！」というような、斬新な発想を期待します。

浅学ながら意見を述べさせて頂くと、e スポーツや動画制作を体験できる施設があったら面白い

なと。子供の利用者は増えるでしょうし、若年層や青年層が講師で参加すれば、地域を担う次世

代の交流が促進されるでしょう。民間や関連産業の協力やスポンサーも得られるかもしれません

し、収益性のあるハコモノに出来ると思います。 

18 両親共働きのお子さんが小学生でしたら下校後集まって学習したり遊んだりできる場所あると

いいですね。また年寄りが話しながらカフェできる場所があると利用するかと思います。 

19 ※下日出谷のスーパーアリーナとの差別化。※新規の住民が多い場所なので騒音には最大の

注意が必要。※年金者の憩いの場を望む。 

20 誰でも使用できる施設が良いです。 

21 計画自体ムダでしかないので即中止すべき。 

22 子ども達が学童以外で安心して過ごせる所があると良いと思います。子ども食堂などの活動に

力を入れてほしいです。また、市役所の分庁舎がベニバナウォーク内に出来ると助かります。図

書館や勉強できるフリースペースなど、涼しく、もしくは暖かくして子どもが家族以外でも過ごせ

る所を作ってほしいです。子育て中のお母様お父様が、交流できる所も大切です。色々な年代の

方が、自由に過ごせる所が理想です。ご年配の方も他者と交流でき、運動に参加してほしいで

す。子育て世代と高齢者にやさしい日出谷地区にしてほしいです。よろしくお願い致します。 

23 問８の補足ですが、ヤオコーからベニバナウォークにつながる道路の交通量がとても増えていま

す。信号のかんかくが広いので、信号機のない所で道路横断する子どもたちが多数います。安全

に子供たちが暮らせるよう信号機と横断歩道を増やしてもらいたいです！！ 

24 公共施設等も利用できる人（内容、時間など）が限られている。借農園など申し込んでも以前か

らの利用者優先で何年も待ち状態。区画的にも期間的にも２～３年契約とかにして皆が利用で

きるようにしてほしい。公共施設の箱ものを建設するより更地にしてマルシェとか直売所とか桶川

の名店の直売とかしてほしい 

25 高齢者が増えるので、その方達が体操出来たり、学べる機会を増やしてほしい。小さな図書室や

移動図書館を設置してほしい。 

26 暑さ寒さを気にせずに子供が遊ぶことのできる場所を作っていただけるとありがたい。子供が遊

ばなくなったオモチャ等の寄付。リサイクルしあえる場所をもうけてほしい。室内プール 

27 以前、本庁社が出来る前、仮庁社があって交通等の面から大変、重宝させていただきました。そ

れに近に分庁社があると良いと思います。 

28 ・既存の公共施設や民間施設を活かして、無駄をなくしてほしい。・食の大切さを学びたい（民間

の料理教育は、若い人が多く、気が引ける。高齢の一人暮らしでも気軽に自炊できるメニューの

料理教室や旬の食材を使用する料理教室等） 

29 災害時の拠点や住居の避難場所での利用場所に。災害時の大切な情報や物資の備蓄倉庫

に。多目的な広場に。 

30 安く使用できる老人ホームやリハビリの施設を希望します。病院もあるとうれしいです。 

31 子供からお年寄りの方まで幅広く利用できる環境作りに期待します。また、子供がいる家庭で、

子供がかぜや病気になったときに、親子さんが、安心して子供のめんどうが見られる環境になる

場所になれれば、良いと思います。よろしくお願いします。 
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No. 内容 

32 カフェ（コメダコーヒー、タリーズ、倉式コーヒー、むさしの森珈琲）ゆっくりすごせる場所が回りに

ないので、そういう場所がショッピングモールの中にできると嬉しい。ついでにショッピングしたり、

買い物したりすごす事を希望したいです。 

33 数年前に日出谷小での防災訓練に参加した時に体育館での、プライバシーをたもつためのテン

トはりなどを見ていて、上日出谷では災害時に使える所は日出谷小のみです。いつどんな災害に

も対応できるような避難場所が必要だと思いました。台風や雨、地震など何があるかわかりませ

ん。とくにトイレ、水などいくつあっても良いのではないでしょうか。 

34 近くに立ち寄れるカフェがほしいです。どんな年代の方でも立ち寄りやすい落ちついたカフェが

あるといいかなと思います。 

35 室内で体を動かせる場が少ないので、子ども、大人、高齢者の方、障がいのある方でも、ちょっと

よって運動しようかなと思えるような場所があると、外へ出る機会や筋力の維持、向上、交流が増

えるのではないかと思います。個人的にはプールがほしいです。近くに利用できる場所がないた

めです。よろしければご検討ください。 

36 図書館、フリーマケットが出来る屋内の場所、学習出来るスペース、身近な事を相談出来る所、カ

フェの設置、災害時に住ごせる（快適）場所、地元の農産物を扱う場所（安く）、入院出来る病院

（少ないため）、仕事（正規、アルバイト、パート等）あっせんしてくれる所、卓球など簡単に運動出

来る所、シルバーセンターの様な所、みずほ銀行が上尾に移転して不便なので、みずほの ATM

の設置、映画館、市役所の分庁舎、障害者もは入れる所、庭園、１人では入れる小部屋 

37 近隣にない防災施設（規模＆内容）及び拠点を考えてもらいたい。 

38 使い勝手の良いコミュニティセンターを望みます。（公民館ではなく）又、単体の建物ではなく、複

合的に利用できる民間企業あるいは隣のヤオコーさんとハード的にもつながりある施設が良い

のではないでしょうか？ 

39 ・子どもからお年寄りまで多世代の方が気軽に立ち寄れる場所になるといいです。・トイレは男女

分ける＋多目的にしてほしい（例：歌舞伎タワーの様にはしないでください。ジェンダーでわけると

差別になってしまうので、多目的トイレのブースを作るや数を増やす等してほしい） 

40 スポーツジム＆フィットネス施設に於いての利用時の使用料は？低料金又は市民には無料解放

するのか？検討願います。カルチャースクールの講師の招へいは？どの程度把握しているのか？ 

41 １．施設予定はネット回線、又は電話予約を希望。２．施設利用中に、館内の見廻り点検をお願い

します。（マナー問題） 

42 ①日出谷地区にもべに花ふるさと館（加納）みたいな所がほしいです。②友人とお茶して楽しみ

たいし、家にいてもお話する人がいない。③日出谷小学校前のバス停がなくなり不便です。 

43 外周などウォーキング・ランニングなどできるように工夫してほしい。 

44 ・マインにある図書館で、小さな子向けのイスやスペースが少ないので増やすべきである。 

45 場所がとても不便な所だと思うので、出来たらアピールをたくさんしてほしいです。 

46 ・施設整備は好ましいことと思いますが、運営に関する安全確保、効率化、経済性など十分に検

討することが必要と考えます。・公共施設の利用が少ない等の例を調査して、改善方法を整理す

るなど、投資の無だを無くす必要がある。 

47 公共施設を利用する機会がなかなかありません。日出谷地区の公共施設がどのようなものがあ

るのか、どんなことができるのか、知りません。サン・アリーナは日出谷地区の公共施設にあたる

と思いますが、日々活用していない身としては、入りづらいです。もっと気軽に使用できる施設が

あるといいです。 
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No. 内容 

48 ・病院（眼科・皮膚科が少ない・混雑している為）の充実を図ってもらいたい。・ホームセンター・ス

ポーツジムの充実 

49 いつでも再生可能なゴミをすてられるゴミステーションの設置や生ゴミを自宅で処理するダンボ

ールコンポスト自宅コンポストの講習。ＥＭ菌を作ったせっけん、肥料の作り方や販売など、又ここ

で働く障がい者の雇用などが出来れば良いと思います。 

50 施設を作る時に発生する、問題がある。中でも、ワイロ・多額の金が動くので、それに群がる業

者、物価上昇この言葉を出してくる。問題である。自分は、公共施設は必要だと考える。頑張って

下さい。なにも出さない、住民より。 

51 室内でも遊べる大きい児童館があるといいと思う室内アスレチックのようなもの 

52 ・図書館があればいいなと思います。・土日のお弁当マルシェがあれば通いたいです。（ヤオコー

はありますが、地元の飲食店支援にはならないため）・桶川におしゃれなカフェが少ないという声

をよく聞きます。（上尾や北本に多いとのこと）・子どもが球技を思う存分できるような施設がほし

いです。（自分が少年時、野球を思いっきりできる場所がありませんでした） 

53 趣味、文化等市民でサークル活動が出来る施設（道具等の保管、設置等の配慮必須）をぜひ作

ってほしい。 

54 クリスマスにイルミネーションを見に行けるような場所にしてください。 

55 路線バスの見直し日出谷北部はバスがない高齢者になってもマイカーの運転をしないと生活が

できない。近隣の市町村とバスのアクセスがつながる様に。公共施設を力を入れても市民の皆

様がどうしたら利用者が増えるか？ひとりぐらしの方々が公共施設等に多く参加できるかどうな

んでしょう。良くわからないです。 

56 高齢の為、買い物へ行くのも大変なので、バスの本数を増やしたり、近くにバスを止めてもらえる

と助かります。又、スーパーが歩いていける所にあるといいです。 

57 新しい施設が出来る事は大歓迎ですが長く利用し続けられるよう維持管理の負担なども要検

討。（エコで低コストで充実した施設）図書館に予約した本の受け取り・返却のみのコーナーが

あるとうれしいです。災害時の拠点機能もあると安心です。 

58 桶川で子育てをしていますが、子供が遊べる公共施設がほとんどありません。遊びに利用するの

は、上尾市や北本市などの施設を利用することがほとんどです。児童館や公園など、もっと子供

のための施設を作ってほしいと切に思います。桶川に住んでいてほこりある市にしていただきた

いです。 

59 図書館と児童館がほしい 

60 全世代に有効活用できる施設を目指してほしい。 

61 この計画地における公共施設の建設については来年協議され、２転３転され市役所のご担当者

も御苦労されている事と存じます。財政的にも大変かと存じますが、是非市民が使い易い施設を

建設下さる事を願っております。 

62 下日出谷（ベニバナウォーク以南）地区に住んでいます。周辺の公園が木材を使った遊具ある

公園が多いのですが、小さい子（特に 1～3 才位）には遊ぶことが難しく（高さがあって危険・そ

もそも難易度が高い遊具）もう少し小さい子が遊べる遊具を併設してほしいです。 

63 1 歳と 4 歳の子どもがいます。異常な暑さが続く毎日で、思いきり体を動かせる場所がありませ

ん。天候に左右されずに、子どもたちが安全に思いきり体を動かせるような、室内遊び場桶川市

にあるとうれしいです。 
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64 弾道ミサイル攻撃に対応出来る地下施設を有する公共施設を整備していただきたい。桶川市は

地下避難施設が無いのではないかと思う。 

65 一人暮らしの方が増えてきて、今まで、サークル等に入っていないので、近所の方と立ち話しをす

るだけです。月１回でも良いので、何かで来る事をしたいと思います。（少しの会ヒを出し茶話会

等） 

66 以前（子供が保育園に通園していない時）、よく子育て支援センターを利用していました。日中

基本、私１人で子育てしている身からすると１つの『ストレス解消の場』としてとてもありがたく利

用させて頂きました！！そこで、土・日にも 1 人で子供たちと過ごすこともあり、「支援センターが、

土・日にもやってれば、、、」と思ったことがあります。最近では、外が暑く公園等で体を動かすこと

ができない為、室内で子供たちが遊んだり、体を動かせる場があるといいなと考えています。よろ

しくお願いします。 

67 施設の PR 

68 このアンケート結果を基に、市民が強く要望（必要）とする、施設を作っていただきたいです。 

69 反対口には子供などが集れるコミュニティーがありますが、こちら側には少なく感じます。先日鴻

巣の児童館にいった際ボルダリングなども充実していました。日出谷地区は新しい住宅も今増え

ているのでぜひお年よりの方々子供達が楽しめる施設が出来る事を願っています。宜しくお願い

します。 

70 問９に記載しました。 

犬を飼育していますが犬が遊ぶ場所や犬を飼育している方とのコミュニケーションがもてる場所

があると嬉しいです。上日出谷には公園が少ないように感じます。排せつ物やトラブルの問題も

多々あると思いますが。桶川はしで運営している体育館はないのでしょうか？スポーツジムやフィ

ットネスを安く利用出来プールなどがあると嬉しいです。民間のはありますが利用料金を考える

と足が遠のきます。この辺りはウォーキングやジョギングしている方が多く健康に気づかっている

方が沢さんいらしゃるので体を動かす施設が近くにあると皆さん利用しやすいと思います。 

71 あまり他の自治体でも見られないので、難しいかと思いますが、高齢の方から幼い子どもまで皆

が交流できる場があると桶川市はより良く暮らしやすい街になるのではないかと思います。ベニ

バナウォークなどで赤ちゃんを連れていると、高齢の方に「かわいいね」と声をかけてもらいます。

子どもを社会全体で育てる感覚、高齢の方を思いやる感覚は普段から話をして接することで芽

生えるのかもしれないと思いました。 

72 桶川市の収入になる用に、例えば、地上 10階建てにして 5階以上は賃貸住宅にする。又は、企

業を誘致して家賃収入にする。 

73 ベニバナウォーク近くに公共施設を増やしてほしい。子供が生まれたら近くにあそべる施設であ

そばせたいです。 

74 サンアリーナの中に図書館を入れていただきたい。 

75 希望としては、図書館やプールがあると良いなと思います。バーベキューなどアウトドアをする場

所も少ないのであると良いなと思います。 

76 隣接しているヤオコーがとても客入りが多く、前の道路では車が滞りがちです。同じことが起こら

ないよう、駐車場の出入り口の位置への配慮や、駐車場内を一方通行にするなどの工夫を望み

ます。 

77 日出谷地区は広いので日出谷のどこにできるか問題です 
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No. 内容 

78 ・団体とかでなく個人でもいつでも気軽に利用できると良いと思います。・悪天候でもウォーキン

グができるようなスペースがあると良いなと思います。 

79 マインやアピタに時間つぶしで何もしていないお年寄りが目立ちます。そのような人達の拠り所と

なるような施設が必要に思います。（私もいずれ・・・）フレスポは良いと思います。持ち込みOKの

大きなフードコートがあれば最高だと思います。フレスポでピアノを弾いていましたが、調律してく

れないので、今は民間に行ってます。 

80 駐車場もある程度停められるような広さがあったらうれしいです。 

81 総合病院が必要です。 

82 多世代が利用できる、フードコートのような場所があると良いと思う。交通手段は、バスがたくさ

ん通る様にして欲しい。 

83 児童館など幼い子どもを連れていける施設がいずれも自宅から遠いので、もう少し同様の施設

が各地域に増えてほしい。 

84 色々な人が利用できる室内スポーツや市民プールがあればよい。ベニバナウォークにスポーツ

用品店やはやりの飲食店、カフェがあるとよい。 

85 暑い日や寒い日で外で遊ぶのが危険な日の子どもの遊び場があると嬉しいです。幼児以外の

小学生でも使える場所にして欲しいと思います。 

86 ゲートボールの禁止、ボール遊びの解禁、禁煙 

87 保育園が少ない 

88 家の近くに公共施設があると助かります。 

89 保育所以外に、急きょ子供を預けられる場を増やしてほしい。 

90 特になし 

91 ・公共施設の単なる建設だけでは無く、そこに組込むセットにする施策や、コンセプトが重要だと

思います。・民間組織との協業、コラボ（そういった例は全国に沢山有るかと思います）・多くの世

代を呼べる、興味が得られるイベント（簡単な例では、キッチンカー、ヒーローショウ等）の創出、と

飽きさせないの施策（例次回参加すると、何かもらえるとか？）・お祭り等、伝統的な催しも大切

だが、何か新しさが無いと人は集まらないと思います。（ＩＴの活用とか、実施コスト面等を民間専

門家等に委ねるのも一案では？）・単に箱物を建設するのではなく、建物はシンプルにして予算

を抑え、ソフトな仕組み作りに予算を割くといったアプローチもアリなのでは？ 

92 こんな空間があって良かったぁ！！と誰もがやすらぐ、つながる場であってほしい。かけがえのない

生命が守られる場をおねがいします。自然（樹林、生花等）も多くのこしたい。 

93 ヤオコー食品スーパーとアップルの交差点に視覚障がい者横断歩道機能設置を切にお願い致

します。 

94 昔から日出谷地区に居住の人が、主体となっており、新住民の意見が反映出来ない。自治会へ

行っても、発言が出来ない。※地区の細分化が必要と思う。 

95 子供が楽しく過ごせる場所があるとうれしい。 

96 市民が気軽に利用しやすい施設にして欲しい。 

97 １．施設の維持費を押さえる事。２．施設の利便性、地域住民の生活に不便な事が発生しない事

３．施設を造って良かったと将来思える様になる事をよく追求検討し具体化をする事。 

98 特になし 
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99 年々夏期は猛暑日が多く外の公園等で子どもと遊ぶ事が難しいです。可能であれば室内で遊

べるような大きめの施設が中に出来ればと思います。又、オムツが足りなくなった時も想定しドラ

ッグストア、近くの保育園や子どもが急な体調不良でもかかれる小児科、飲食店は健常な方だ

けでなく、自立支援を含め障がい者の方も働けるような所があると嬉しく思います。 

100 完成を楽しみにしています。 

101 住民同士の憩いの場があるといいです。 

102 西側に児童館がないのであると良い 

103 1 ヶ所に様々な施設が集ていると助かります。例）100均、300均等の店、病院、etc また、美術

や工芸等の作業が行える場所があると、個人的に嬉しいです。子供が道で遊んだり、遊具が減

ったりしているのは問題だと思うので、子供が全力で遊べるような場所になるといいなと思いま

す。そして、花火ができるスペースがあるとうれしいです。 

104 日出谷地区には、アリーナしかなく東口方面にあるような複合施設がない。近くが川田谷公民館

（農業センター）しかなく、少し距離がある。文化的な交流の場がない。 

105 そもそも公共施設等とは何なのでしょうか？どんなものができるのかわからないままアンケートに

答えましたが、、、市民の税金のムダ遣いになるような施設にならない事を願っております。 

106 ・体を動かす事は今は歩行を頑張っています。マイン前にある西公園などに設備されている鉄棒

等を設備に夏でも冬でも一年中歩行しながら、鉄棒をしたいといつも思っていました。公共施設

だから日出谷地区住民が楽しんで健康的に運動出来る場所の内容を検討していただきたいと

思います。年寄りが歩きやすい土砂等ももちいてほしいです。・子供達の遊び場所もほしいで

す。・年寄りの楽しみの場所もほしいです。 

107 徒歩で行ける診療所（主に内科）の併設を希望します。 

108 平時はいつでも利用できて休憩できたり、談話できるスペース（集会所のように規制されない）

災害時は、避難所として活用できる設備。 

109 ・学童等の子供達への給食支援を行うこと。 

110 北本市や上尾市は児童館が充実していてうらやましいです。わざわざ隣の市まで行くのではなく

桶川にもぜひ児童館を！もっと子育てのしやすい街にしてください。８才６才４才＋妊娠中の母よ

り。〝土日祝に遊べる屋内″を希望します。頑張ってください(^_^) 

111 どのような公共施設が日出谷にあるのか分からないので教えてほしい。（地図などがほしい。公

民館 etc) 

112 計画が頓挫し、住宅地になる事のない様に願います。 

113 今回の計画地ではありませんが、下日出谷中央公園の一画に遊具や小さな子供が遊べるアス

レチックを建てて頂きたいです。近くに住んでいますが、遊具のある公園に行くには大きな道路を

渡る必要があり、小さい子供を連れて行く事が一苦労です。下日出谷中央公園の周りに新しく

家が建ち始めて、小さな子供も多く見掛けます。また、ゲートボールで活用されていたり、小中学

生も遊んでいる公園なので、幼児も遊べる公園になれば多世代の交流の場となります。何卒よ

ろしくお願いします。 

114 児童館が他の市に比べてあまり良くないので充実した施設にして頂けたらうれしいです。車がな

いとアクセスしずらい場所なので充実して頂きたいです。子供も大人も一緒に楽しい時間を共有

できる施設がなかなかないので充実させて頂きたいです。 

115 上尾市にある「こどもの城」のような施設になることを期待している。 
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No. 内容 

116 少子高齢化対策として、地域におけるコミュニティ拠点は必要と思うので是非推進してほしい。

自然災害が激甚化しているので、災害時の避難場所等の機能も備えた施設であってほしい。 

117 ノーマライゼーションとバリアフリーの充実 

118 桶川市は近隣の市町村より児童館が充実していないと思います。今回の施設でなくても良いの

ですが、児童館を充実させてほしいです。 

119 何を造るにしろ、何を入れるにしろ、コンセプトをしぼってほしい桶川は、みんなに優しく色々と取

り入れたり、中途半端になっているものが多いと思うので。市民ホールのようにならない様にして

ほしいです。よろしくお願いします。 

120 以前有った計画地前のバス亭を復活してほしいまた、社会福祉協議会の出張所を復活してほし

い。 

121 駅東口早く整備して下さい。 

122 仕事をしているので夜間の利用ができるのは大変嬉しく思います。また、周辺の細い道、家まで、

家周辺、もう少し街頭が増えるとさらに利用しやすくなると思います。 

123 近場に図書館などあると便利 

124 東口には東公民館があって講習会等ありますが公共交通機関がないため参加出来ません。自

転車で行くには少し遠いです。西口でも同じ講習が出来るようお願いします。パソコン講習会ス

マホ教室等を東口教室、西口教室と両方で開講出来るようにお願いします。公共交通で行ける

ようにしてください。 

125 桶川市は、上尾市や北本市の両市の様に工場や大きな企業がなく、財政源となるものがない。

市の収入となり、それが市民にとっても有意義なものとなる施設の建設として頂きたい。 

126 会ギ室に使える場所等は正直どこにでもある為、そうではなくせっかく大きな土地を使うんだか

ら他の市にアピールできるような場所にしてほしい。明石市のように子育てに優しい地域になっ

てほしいです。いつもありがとうございます。 

127 計画地がせまいように思います。中途半端なものをつくるより大きい場所がよいと思う。 

128 市の窓口業務・会議ができる場所は必要だと思います。あとはイベント広場に活用できる広場ベ

ンチなどなく階段等にすわれるような夏は簡単な水浴びができる所、常設のマルシェとかあと始

発に間に合う、土曜日曜の 10時以降のバスも必要です。 

129 男親が参加しやすい施設。母親同士はすぐに交流できるが、男性同士でも気兼ねなく交流でき

る施設がベターです。また、おじいちゃん、おばあちゃんと幼児が一緒に遊べるイベント企画等、交

流できると良いと思います。 

130 時代にマッチしたスタイリッシュでおしゃれな、施設を望みます。 

131 予定されていたあたご公園もかなり小さくなり、子どもの遊び場（上尾のこどもの城のような）が

暑い日も室内でもあるといいと思います。小学生が遊べるような児童館があると助かります。 

132 年命的に外に出ることがむりの様になってます。 

133 細かいことはよくわかりませんが運営コストを下げていただくことをお願い致します。 

134 公園の近くに住んでいます。いつの間にか大型の木製遊具が撤去され、同じようなものがまた出

来るのかいと楽しみにしていましたが、寄付された健康器具のみ、、、寄付には感謝ですが、せっ

かくの広い公園なのでもっと子供たちが楽しめる遊具があればいいのにと思います。 



 

- 30 - 

No. 内容 

135 桶川市内には子供が楽しめる公園や児童館が無く、いつも市外の公園や児童館へ行っていま

す。（北本児童公園・平成の森・丸山公園・上尾こどもの城・北本児童館・かわみんハウス

等・・・）桶川にも子供が楽しめる遊具などがある公園や児童館を作って欲しいです。本当によろ

しくお願いします。本当に困ってます。 

136 特にありません。このような機会を設けていただき、ありがとうございます。新しい利用方法楽しみ

にしています。 

137 飲食店が少ないので、カフェ・レストランなどが何店かあると良いなと思います。カフェと図書館、

カフェの近くに公園、ペットも入れるカフェなどがあるといいです。施設には緑がたくさんあった

ら、素敵だと思います。 

138 お祭りや行事があると季節を感じやすく、大人も子どもも楽しめると思います。 

139 何を造っても、ムダになる。１００％桶川駅、西口は、何しても、大赤字になる所ですヨ！ 

140 個々の目的にあった集える場・世代を超えた触れ合いの中から子供・高齢者を支えられる場。 

141 災害時に役に立つ施設になるようにして下さい。 

142 私が子供の頃からずっと 30 年以上ですが、子供が集れる場がとっても少ない。ないと言い切っ

ていいくらい。子供が安心して利用出来る安全性、子供の行動範囲で利用出来る利便性が大

切だと思います。 

143 長年、住んでいて上日出谷の周辺に公共施設や併せて更に生活しやすくなるようなモノが出来

たら嬉しいなと思っていました。私は車の免許を持っていないので自転車や徒歩圏内にあれば

子育て中、子育て後も永く利用できるのではないかと思いました。 

144 アンケートに答えたみたものの、人口減少が進む中、公共施設を整備しても、それを利用、活用

（稼働）が出来るのかが心配。 

145 多世代がスポーツクラブなどで利用できる少し大きめの体育館かプール（温泉プール）があると

心身ともに元気になると思います。防災備品の収納も考えてほしい。 

146 児童館へのアクセスや駐車場の数が少なく、利用したくてもガマンして数年すぎてしましました。

西口にも広くて交通の便がいい場所に児童館があると嬉しいです。（上尾のこどもの城や北本

児童館のような駐車スペース、おしゃれで広い、幅広い年齢が楽しめ、イベントがあるような場所

になれるのが理想です。）あとバスケットコートやフットサルコートも市内にほしいです。 

147 現在、体育館はサンアリーナのみであるが、新しく大きさとしてはバスケコート１面がとれる施設

を作ってほしい。子供たちにとって親の管理のもとスポーツを行うには必然的に土日が中心とな

り今のサンアリーナは予約が取りずらいため、増設を求めるもの。冷暖房完備、災害対策拠点と

もなる施設を是非お願いします。 

148 市民が気軽に利用できるプール、お風呂、サウナがあると助かります。 

149 クリニックとクリーニング屋がなく不便です。 

150 学校に行けない（不登校など）子供も利用しやすい施設になったら良いと思います 

151 東側にコミュニティセンターがあり西側にも作ってもらいたい。 

152 手話など普段学んでいるものを実際に使う機会があれば嬉しいです。 

153 特になし 

154 ☆箱物一切の排除？☆既存の施設、公園等の善い悪いの洗い出し☆かなり見識の高い専門家

のグランドデザイン必須なのでは。☆管理の行き届いた、明るい『ミニ森林浴公園』悪童の溜ま

り場とならぬこと。◎大成功を祈ります。 
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No. 内容 

155 坂田のコミニティセンターのような多目的な施設を希望します。体育館のような施設も希望しま

す。 

156 地域コミュニティー、生涯学習、子育て支援等、幅広い年代に利用しやすい施設であって欲しい

です。それには、限られた広さの中で多目的な利用ができる施設を、計画の段階でよく練ってい

ただきたい。又、器だけ立派でも中の設備や、プログラム等が貧弱なのも悲しいです。作るからに

は、素晴らしいものをお願い致します。 

157 老齢者は、施設までの交通手段がないと出向くことが出来ませんので、循環バス等があったら

良いと思います。 

158 問 10 は 8 の答えになりましたが、施設の内容によります。どの年代でも使用出来る様に、希望

します。 

159 ベニバナウォーク前の広場のように駐車場つきの広場や公園ができたら、もっと子どもたちも保

護者と一緒に幅広い遊びができると考えます。（荷物が多くても安心して移動できる）また、ドッ

グランなどの施設も充実してほしいです。 

160 施設の利用時間、午前９時～午後５時迄、１日利用できたら良いのですが、、、 

161 なし 

162 高齢者と子どもたち、子育ての親達が交流し、話し合いが出来る場と環境が必要です。少子化

対策に役立つ施設を希望します。 

163 公民館で参加出来る講座があるとうれしいです。東口の老人福祉センターには、行くのに無理

があり西口にも同じ施設があると便利です。 

164 子ども達が室内で遊べる空間が欲しいです。小学生の子どもがいますが、外遊びをする機会が

減ってきており、ゲーム機を持って商業施設にいりびたることが多いです。西口には児童館など

子どもが遊べるところがないため、子どもが安全で遊べる空間を作っていただけたらと思いま

す。どうぞご検討下さい。 

165 多目的広場を備えた城山公園のコンパクト版です。現在スポーツ（屋外）に適した場所としてあ

るのが、川田谷総合運動場、城山公園、舎人スポーツパーク、小針領家グラウンドと思われます

が、市中心部から手軽に利用するには、距離的な観点からハードルが高いかと思います。子育

て、スポーツ、交流とベニバナを掛け合わせできる施設を希望します。 

166 農業体験で収穫したものを使ってレストランをやって、採れたての野菜の美味しさや旬のものを

知るなどの経験をし、子供達に素晴らしさを知ってもらう機会が作れたらいいな、と思います。 

167 「歩いて暮らせる町づくり」とのことですので、市役所の出張所の様な（マイン内にある）場所を

設置して欲しいです。 

168 今回の整備計画の他でも前ぺージ記入の通り、公園等ボール使用出来る場所が少なく、子世

代の体力低下が心配です。今後の桶川市発展の為に、学習設備の充実も重要かと思いますが、

身体能力の向上の意味合いから思う存分動き周れる場所を設けていただきたい。 

169 図書館希望 

170 年間を通して遊んだり、学んだりできる屋内施設（運動施設・アスレチック、プール等）があるとい

いと思います。 

171 どのような公共施設なのか、全く分かりません。回答するのは困難です。又、どのような公共施設

なのかによって回答は変わってくると思います。 

172 使える施設にしてほしい！住民は子育て層、シニア層ばかりではないので単身者向けの何かを

導入してほしい。 
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No. 内容 

173 保育所、小学校が近くにあり人が集う場所になると思いますが、年配者も多く色々な人たちが、

行き合える交流の場所になってくれたらと夢ふくらみます。体験施設、アトリエのような所で、材料

費を払って何かを作りながら、年齢を問わず話し合えるたたえあえる、おしえあえる場があったら

いいなと思います。また、手押し信号が仮庁舎の前にありますが、そこから川田谷の方へ向かうと

日出谷小へ右折していく道をそのまま 5ｍさきに左に折れる道がありますが、ななめ横断も多い

ので施設開設の際にはそこの整備もお願いします。 

174 日出谷地区は中心部に比べて、子育て世代が少なく高齢者が多い感じがします。多世代が利用

しやすく、交流が出来る場になれば、と思います。又、中高大学生などの子供が、利用し、集まれ

る場所にもなれば良いと思います。 

175 ・子どもがあそべる公園が少ない・遊具の老朽化が目立つ 

176 全ての世代が満足できる計画の実行は難しいと思いますが、地域の活性化が進みより住みやす

い、住みたいと多くの人が思えるような街づくりを進めていただけると幸いです。 

177 日出谷小となりの放課後児童クラブ、計画地となりの日出谷保育所子育て支援センター、スー

パーヤオコー、楢原整形外科、あたご（飲食店）等、「歩いて暮らせるまちづくり」に充分合致して

いると思います。問９の意味がわかりません・・・それと子育て支援も重要ですが、高齢者、身障者

（含む、小野市長）にも配慮したまちづくりをお願いします。※上尾市、北本市と比べてバリアフリ

ー化最下位の桶川市、残念です 

178 問８でもありますが、防災対策として、非常時に活用できるトイレ、避難所、備蓄品の倉庫等整備

する施設に付加価値を加えるご検討をお願いします。 

179 市民の人が楽しく使える場所 

180 日出谷地区も高齢化が進んでいると思われますので、（バリアフリー等）対応できる施設作りが

必要になるでしょうが、それよりも、若い世代が行ってみたくなるような桶川にはあまりないよう

な、施設ができたらいいなと思います。 

181 軽運動の出来るスペース等（ﾁｮｺｻﾞｯﾌﾟ的なもの） 

182 ・運営は専門化、福祉関係者ではだめです。（市役所のカフェーはいきたくない。サービス悪い） 

183 ①他の公共施設同様、印刷機を設置して下さい。② 

184 庶民は重税、高い保健料、低い給付金に苦しんでいる。それにも関ず税金で空地に不要な施設

を建設する必要性は皆無である。現在日本は少子高齢社会であり、桶川市も今後人口が劇的

に増える見込みはない。となれば先に上げられた施設を新規着工する必要はなく、むしろ既存施

設の今後のメンテナンス費用としてプール、ないしはその分減税するべきである。金持ち達はなん

とかして言い訳を作り税金を使いたがるかもしれないが、先に述べた現状を鑑みれば非現実的

と言わざるを得ない。どうしても空地を利用したいのであれば透明な形で民間に払い下げるべ

き。妻は IKEAがほしいって言ってる。 
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No. 内容 

185 大変失礼ですが、パソコン文字にてお許し下さい。まず、お許し頂きたいことは、示されている「第

六次総合計画」（令和５年３月策定）の、内容（全容）を掌握しておりません。したがって本件調

査目的にそぐわない者であります。確かに調査協力依頼文書には、Q コードなど案内があります

が利用しない者もいます。そのような状況において、機会を頂戴したことから次の点を申し上げま

す。すでに承知している事項と思いますが。１ シェルター化の実現周辺住民が災害発生時等有

事の際に避難できる頑丈な地下街の設置① 日本には、いまだ希薄な事項ではあるが、最近の

世界情勢に鑑みて自治体が率先した、且つ長期展望に立った対策を実現させる。（数年間の歳

費計画で）② 計画施設に、いくつかの建造物（棟）が予定されるならば、それら全てが地下で

一体化する。③ 普段は、駐車場としても活用する。④ 避難住民の数週間生活できる備蓄倉庫

を設置する。⑤ 施設内独立したインフラ施設を設ける。２ 無電柱化の市街実現現状から拡大

可能なスペースではなく、限られた区画の活用となることから、スペースの有効活用。① 景観と

狭小問題を解決する。現状維持目的として補充生産される電柱が本来の目的とは異なり、増加

傾向をも伺わせる生産状況である現在、１企業の独占的事業を助成する公共自治体であっては

ならない。原点に戻す努力を自治体自身（桶川市）が率先して実施する。また、道路に電柱を設

置し、より狭い環境をこの車社会に再現させるなど、発展性のない時代人として後世に恥じるこ

とのない施設とする。② 災害時の二次災害を防止する。最近の気象環境の変化によるとみられ

る災害時には電柱関連事故が多数見られることを考慮し、10 年 20 年の施設でない限り倒壊

等により、感電事故、火災事故、通行の障害による人命救助の遅延など、今だからできることを

優先して対処する。（将来を自覚するなら、チャンスは今）３ 雨水排水路の集中化と活用施設、

道路などの雨水を可能な限り、排水を集中させ再活用を図る。① 雨水の一時確保降雨時に管

理施設内を一体化させた排水路により、集中プールに一時保管する。② 消防水利として活用す

る。③ 災害時避難場所における各種水源として活用する。④ 過剰雨水の再利用集中プールに

一時保管できない場合は、排水口を江川方面に設置し、排水口付近に簡易水力発電を設ける。

（雨水だけに自然の影響を受けることから、費用対効果が問題）４ その他すでに計画に乗せら

れたものと思われるが① 太陽光発電施設の設置（各施設、立体駐車場など）② 立体駐車場

の設置③ 各種計画についての要望私は、桶川在住、間もなく 20 年ですが、本庁舎移転、仮設

庁舎建設及び解体、この度の課題など大きな整備計画がなされていますが、いずれも期日の遅

延や空白時間の長期化が目立ちます。誠に残念です。日々業務において支障をきたす問題のな

い職員を庁舎内に配置しているものと信じていますが、長期企画計画では、今一歩の詰めが不

足の気配も感じられる様相です。計画書も最大が５年計画であるとすれば、議員を含め魅力あ

る発展性は期待できないものと考えます。少なくとも、20年先、30年先、50年先の「桶川市」を

イメージする職員、議員を誕生させたいものですが。 

186 公共施設は商業施設との併設をお願いいたします。例えば、FrancFranc、ヴィレッジヴァンガー

ド、イケア等。あと角上魚類を何卒。 

187 雨天でも子供が室内で身体を動かして遊べる施設が、桶川市にはなく北本市等市外に行く事

が多いです。近場で刻等施設があると助かります。 

188 １日パソコンなどを使って作業できるスペースがあったらいいなと思いました。学生のために自習

スペースとかあったらいいのかなとも思いました。 
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No. 内容 

189 中学時代、放課後に遊ぶために集まる場所は、ベニバナウォークか、マックか、スターバックス、あ

るいは、私は部活でテニスをやっていたので、城山公園くらいしかありませんでした。これで十分

のような気もしますが、できれば、中学生くらいの子が楽しめるような場所をつくっていただきた

いです。下日出谷グリーンガーデン横の貯水池を、晴れた日には、舎人コートのように運動がで

きる場所にしてみては？と思ったことがあります。ご検討お願いします。 

190 子供食堂等を常設して下さい。お困りの親御さん、お子さん、お年寄りに寄り添う施設があれば、

多世代の交流を含めて、福祉の町、コミュニティの町をアピール発展出来ると考えます。民間、ボ

ランティアを交えた想定も？ 

191 親が少し休めるような、場所があったら良いなと思います。飲食店などにも、子供が、あきずに危

険なく、少し遊べるスペースがあったら良いかなと思います。 

192 ・施設内ペット可であること。（飲食店も含め）・子育て夫婦や老夫婦等のみを対象とするのでは

なく、20代の夫婦等でも利用したいと思える施設（カフェの併設等） 

193 とても環境の良い場所に住んでおります。東武バス市内循環バスもあり、又寺の下から駅、病院

行のバスも出ております。サンアリーナは 1分歩けば中に入れます。 

194 ・高齢化社会ではあるけれども、そこにばかり目を向けないで、どちらかというと、若者よりに考え

て作ってほしい。・これからの社会の為に、10 代、20 代、30 代小学生とこの人の為になるよう

に。・今の老人は、自分達の若い頃の時代で、とまっている。 

195 ３次救急の受入れが出きる病院をつくってほしい。産婦人科の入ってるクリニックや大きな病院を

つくってほしい。 

 


